
鈴
木
翠
軒 

中
島
八
十
一 

鈴
木
翠
軒
は
書
家
な
り
。
明
治
二
十
二
年
（
西
暦
一
八
八
九
年
）、
愛
知
縣
渥
美
郡
堀
切
に
生
を
受
く
。 

遠
州
灘
に
沿
ひ
て
濱
名
湖
開
口
部
よ
り
伊
勢
に
向
き
て
伸
ぶ
る
渥
美
半
島
は
有
史
以
前
よ
り
太
平
洋
の
波

濤
を
受
け
止
め
た
れ
ば
い
さ
さ
か
内
側
に
反
り
居
た
り
。
低
き
山
の
連
な
り
を
持
つ
洪
積
世
臺
地
の
波
際

は
高
さ
約
四
十
メ
ー
ト
ル
の
海
食
崖
と
な
り
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
朝
ド
ラ
「
エ
ー
ル
」
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
に
見
る
豐
橋

の
典
型
風
景
と
し
て
紹
介
せ
ら
れ
し
海
岸
こ
そ
こ
の
片
濱
十
三
里
な
ら
め
。 

堀
切
は
片
濱
十
三
里
の
端
、
渥
美
半
島
先
端
の
伊
良
湖
岬
近
き
に
位
置
す
る
小
さ
き
村
落
な
り
。
指
呼

の
先
に
東
大
寺
瓦
窯
跡
あ
り
、
昭
和
四
十
一
年
に
及
び
て
半
島
に
水
を
供
給
せ
ん
が
た
め
の
用
水
掘
削
に

伴
ひ
登
り
窯
と
東
大
寺
大
佛
殿
瓦
と
陽
刻
し
た
る
瓦
の
出
土
見
つ
。
こ
れ
を
奈
良
東
大
寺
に
保
存
せ
る
古

瓦
と
比
ぶ
る
に
全
く
の
一
致
見
た
れ
ば
、
こ
こ
な
る
は
燒
成
場
な
り
し
こ
と
証
せ
り
。
現
に
そ
の
地
の
字
名

を
瓦
場
と
い
ひ
、
東
大
寺
御
用
な
り
し
傳
承
あ
る
も
そ
の
折
ま
で
實
物
見
た
る
者
な
く
し
て
半
信
半
疑
の

内
に
時
を
經
た
り
。
こ
の
一
事
以
て
、
げ
に
傳
承
輕
ん
ず
べ
か
ら
ず
と
い
ふ
に
足
る
。 

そ
が
瓦
の
一
人
一
枚
を
背
負
ひ
て
奈
良
ま
で
運
ぶ
に
い
づ
れ
の
路
を
經
由
し
て
畿
内
に
至
り
し
。
伊
良

湖
岬
よ
り
伊
勢
方
面
を
望
め
ば
三
島
由
紀
夫
の
潮
騷
の
舞
臺
と
な
り
し
神
島
（
小
説
に
て
は
歌
島
）
の
眼
前

に
あ
り
て
、
奥
に
志
摩
半
島
の
山
々
連
な
り
、
奈
良
は
こ
な
た
と
指
さ
す
こ
と
も
可
な
ら
ん
。
最
短
な
る
こ

と
疑
ひ
も
な
け
れ
ど
、
難
關
は
最
前
衛
の
伊
良
湖
水
道
な
り
。
三
河
、
尾
張
、
美
濃
、
伊
勢
の
河
川
よ
り
流

れ
込
む
大
量
の
水
す
べ
て
は
幅
一
キ
ロ
餘
の
隘
路
を
通
り
太
平
洋
に
流
れ
込
み
、
そ
の
急
流
は
海
の
三
大

難
所
と
な
り
、
潮
の
引
き
際
に
現
は
れ
た
る
内
海
と
太
平
洋
を
畫
す
る
一
メ
ー
ト
ル
餘
の
段
差
こ
そ
低
け

れ
、
大
瀧
と
聞
こ
ゆ
る
ナ
イ
ア
ガ
ラ
、
ビ
ク
ト
リ
ア
な
ど
も
遠
く
及
ば
ざ
る
水
量
な
り
。
に
は
か
に
は
信
じ

難
き
に
、
こ
の
水
道
に
船
を
出
し
、
瓦
を
抱
い
て
渡
り
た
り
と
ぞ
世
に
傳
へ
ら
る
る
。 

明
治
期
に
伊
良
湖
岬
に
逗
留
し
た
る
柳
田
國
男
は
漂
着
せ
る
椰
子
の
實
を
見
、
や
が
て
島
崎
藤
村
に
傳

へ
た
る
に
そ
の
ま
ま
詩
と
な
り
、
昭
和
に
至
り
大
中
寅
二
に
よ
り
樂
曲
に
載
せ
ら
れ
歌
に
な
れ
り
。
こ
の
濱

に
流
れ
着
く
は
椰
子
の
實
の
み
な
ら
ず
。
嵐
の
後
、
瑠
璃
貝
や
朝
顔
貝
な
る
海
上
を
漂
う
浮
袋
付
け
た
る
美

し
き
青
色
の
貝
の
濱
一
面
に
大
量
に
打
ち
上
ぐ
れ
ば
一
帶
を
青
く
染
む
る
な
り
。
い
づ
く
の
火
山
の
も
の

な
る
か
輕
石
も
ま
た
常
に
多
數
見
る
。 



堀
切
よ
り
東
に
目
を
轉
ず
れ
ば
、
水
少
な
き
半
島
に
唯
一
隣
町
の
赤
羽
根
に
川
あ
り
て
、
外
海
に
向
き
た

る
河
口
そ
の
ま
ま
を
漁
港
と
し
て
利
用
す
る
あ
り
。
毎
年
梅
雨
の
訪
れ
時
、
出
産
の
た
め
疊
半
疊
ほ
ど
の
巨

大
な
る

赤
あ
か
え
い 

の
數
多
く
河
口
を
遡
上
す
る
に
、
褌
一
つ
の
漁
師
が
銛
を
構
へ
こ
れ
を
刺
す
さ
ま
正
に
勇
壯

な
る
も
の
あ
り
。
六
十
年
を
遡
り
し
話
な
り
。 

余
は
左
利
き
な
れ
ば
、
文
字
を
書
く
こ
と
、
箸
を
使
ふ
こ
と
以
外
は
す
べ
て
左
手
に
任
せ
居
る
。
兩
親

の
、
多
分
に
祖
父
の
意
向
に
よ
り
、
右
利
き
に
直
さ
ん
が
た
め
に
は
書
道
功
あ
ら
ん
と
の
由
に
て
五
歳
よ 

り
習
字
を
始
め
た
り
。 

習
字
教
室
は
幼
稚
園
の
教
室
を
利
用
し
た
れ
ば
通
ふ
に
便
利
な
る
こ
と
此
の
上
な
し
。
ま
づ
は
半
紙
を
横

に
細
長
き
八
つ
折
に
す
、
折
り
目
に
從
ひ
て
横
一
直
線
に
一
と
曳
く
。
毎
度
こ
れ
よ
り
始
む
る
作
法
に
て
、

こ
の
一
の
羅
列
を
中
野
と
云
ふ
老
教
師
に
見
せ
た
り
。
記
憶
の
か
な
た
に
見
え
し
中
野
先
生
、
お
ぢ
い
さ
ん

な
る
も
余
の
今
よ
り
よ
ほ
ど
若
き
年
に
て
あ
り
た
ら
む
。
必
ず
一
に
朱
の
入
り
て
、
肘
に
て
書
く
べ
し
と
指

導
續
き
た
り
。
ゴ
ル
フ
に
あ
り
て
手
打
ち
は
い
か
ん
、
野
球
投
手
の
手
投
げ
意
味
な
し
と
同
じ
理
窟
な
り
、

正
確
さ
と
ス
ピ
ー
ド
ま
た
は
飛
距
離
と
の
關
係
に
基
づ
き
双
方
の
特
性
を
兩
立
せ
し
め
ず
ん
ば
上
手
に
は

な
り
得
ず
、
書
字
も
ま
た
成
り
立
た
ず
。
園
兒
な
り
に
小
手
先
に
て
こ
ね
く
り
囘
す
だ
け
の
字
は
書
か
ざ
る

べ
し
と
理
解
せ
り
。
園
兒
と
て
ひ
ら
が
な
ば
か
り
習
ひ
た
る
に
、
手
本
は
青
雲
な
る
名
の
お
よ
そ
菊
版
大
の

月
刊
誌
の
中
に
あ
り
。
こ
の
手
本
、
漢
字
は
楷
書
、
ひ
ら
が
な
は
教
科
書
體
な
る
に
書
家
鈴
木
翠
軒
の
文
字

な
る
こ
と
園
兒
い
づ
れ
も
知
ら
じ
。
實
は
こ
の
翠
軒
な
る
書
家
か
つ
て
習
字
の
國
定
教
科
書
を
も
の
し
た

り
。 さ

て
一
年
に
一
囘
、
最
高
賞
に
翠
軒
賞
を
戴
く
競
書
展
あ
り
。
そ
が
た
め
に
翠
軒
先
生
と
母
の
常
に
言
ひ

た
れ
ば
や
う
や
う
手
本
の
主
も
ま
た
す
ゐ
け
ん
な
る
ら
し
と
氣
附
け
り
。
こ
の
御
仁
わ
が
郷
里
の
英
雄
と

知
る
は
さ
ら
に
後
の
こ
と
な
り
。
翠
軒
の
文
字
の
う
ち
に
て
印
象
に
殘
り
し
は
ひ
ら
が
な
の
「
か
」
の
筆
法

な
り
、
か
の
點
の
部
分
は
活
字
に
見
る
點
に
あ
ら
ず
し
て
、「
く
」
を
反
轉
し
た
る
が
如
く
に
て
こ
れ
が
こ

の
書
家
の
特
徴
な
り
け
り
。
し
か
る
に
こ
れ
を
眞
似
て
書
く
こ
と
甚
だ
難
し
。
子
供
心
に
工
夫
を
重
ね
、
相

當
長
き
時
間
を
掛
け
や
う
や
く
似
せ
て
書
き
つ
る
に
、
果
た
し
て
翠
軒
の
眞
の
筆
法
い
か
な
る
か
今
な
ほ

謎
の
ま
ま
殘
れ
り
。 

習
字
を
始
め
て
よ
り
ま
る
二
年
、
留
守
宅
に
電
話
あ
り
、
小
學
一
年
の
自
分
に
翠
軒
賞
授
賞
の
速
報
な

り
。
後
日
賞
状
と
と
も
に
褒
美
の
書
が
疊
ま
れ
届
き
た
る
に
横
に
並
べ
る
二
文
字
を
誰
も
讀
む
こ
と
な
ら

ず
、
離
れ
住
み
た
る
祖
父
を
訪
ひ
て
問
へ
ば
即
座
に
「
平
靜
」
と
讀
み
た
り
。 



表
裝
せ
ら
れ
、
爾
來
六
十
有
餘
年
、
余
と
と
も
に
あ
り
け
る
こ
の
平
靜
、
翠
軒
が
晩
年
の
書
風
な
る
薄

墨
を
用
ひ
草
書
で
書
か
れ
た
る
に
、
そ
の
一
畫
、
一
畫
に
見
る
強
靭
な
る
筆
遣
ひ
は
余
を
し
て
今
な
ほ
唸
ら

し
む
。
そ
の
一
畫
の
し
な
り
具
合
は
肘
で
書
く
な
ど
と
い
ふ
技
法
を
は
る
か
に
超
え
、
天
高
く
宇
宙
に
擴
げ

ん
と
せ
し
精
神
の
發
露
そ
の
も
の
な
り
。
そ
を
視
覺
化
し
た
く
思
は
ば
翠
軒
の
肩
甲
骨
周
圍
、
肩
、
上
肢
に

多
く
の
電
極
張
り
付
け
、
筋
電
圖
を
記
録
し
た
ら
ん
に
は
、
運
筆
に
連
れ
て
諸
筋
の
次
々
に
發
火
せ
る
樣
最

高
の
美
と
し
て
映
る
な
ら
ん
。
草
書
を
崩
し
字
な
ど
と
呼
ぶ
は
を
こ
が
ま
し
き
こ
と
限
り
な
し
。
さ
あ
る
に

平
靜
と
は
い
か
や
う
な
る
文
字
の
選
擇
か
と
怪
し
み
た
る
も
知
る
由
な
し
。
額
の
隅
に
、
翠
軒
賞
と
余
の
名

前
の
翠
軒
自
筆
の
小
さ
な
紙
片
あ
り
。 

こ
の
受
賞
に
よ
り
右
手
を
使
ひ
文
字
を
書
き
得
る
こ
と
親
に
證
し
た
れ
ば
、
余
は
習
字
よ
り
遠
ざ
か
り

今
日
ま
で
筆
を
持
つ
こ
と
な
し
。
扁
額
を
見
つ
つ
、
知
ら
ざ
る
異
界
の
存
す
る
を
知
る
ば
か
り
な
り
。 

（
令
和
二
年
九
月
八
日
受
附
）  

 


